
　
選
・
村
松
五
灰
子

秋
あ
か
ね
一
人
遊
び
の
子
の
や
う
に

静
岡
県　

小
泉
八
千
代

評　
「
夢
中
で
遊
ぶ
幼
児
の
よ
う
に
」
と
。
表
現
が
明
る
く
メ
ル
ヘ
ン

た
っ
ぷ
り
。
軽
や
か
な
映
像
が
浮
か
び
、
楽
し
い
一
句
が
成
っ
た
。

連
れ
て
舞
ふ
終
の
恋
か
も
秋
の
蝶北

海
道　

川
上
　
初
子

評　

恋
は
明
日
へ
の
希
望
。
し
か
し
逃
れ
ざ
る
間
近
に
迫
る
冬
。
秋
の

蝶
に
哀
れ
さ
と
慈
し
み
の
情
で
あ
る
。

◆
桑
の
実
を
味
は
っ
て
ゐ
る
里
帰
り 

三
重
県　

西
村　

廣
視

◆
妻
の
座
の
長
し
上
手
に
秋
刀
魚
焼
く 

東
京
都　

矢
野　

祥
子

◆
い
す
坐
禅
す
す
め
ら
れ
を
り
文
化
の
日 

北
海
道　

堺　
　
　

隆

◆
食
堂
に
僧
の
打
ち
た
る
走
り
そ
ば 

千
葉
県　

鈴
木　

英
子

◆
只
今
に
返
る
声
な
し
蟬
し
ぐ
れ 

福
島
県　

鈴
木
嘉
志
雄

◆
海
渡
る
蝶
の
ひ
と
時
藤
袴 

三
重
県　

苅
屋
奈
良
美

◆
痛
み
な
き
目
覚
め
に
安
堵
冬
近
し 

兵
庫
県　

待
元　

明
子

◆
鰯
雲
背
負
ひ
災
禍
の
汚
泥
掻
く 

岩
手
県　

関
合　

新
一

◆
目
印
は
赤
い
靴
下
運
動
会 

和
歌
山
県　

田
﨑
よ
し
子

◆
新
し
き
闇
に
始
ま
る
鉦か
ね

叩た
た
き 

東
京
都　

野
村　

信
廣

＊
選
者
吟

梅
越
し
の
目
と
目
の
少
し
触
れ
も
し
て

五
灰
子

＊
作
句
小
見

　

平
成
二
十
八
年
十
一
月
、
与
謝
蕪
村
の
お
墓
の
あ
る
京
都
の
金
福
寺

を
訪
ね
ま
し
た
。

　

思
い
の
ほ
か
小
寺
で
、
そ
れ
が
と
て
も
好
も
し
く
思
え
ま
し
た
。

　

紅
葉
も
美
し
く
芭
蕉
が
よ
く
訪
れ
た
と
い
う
庵
。
蕪
村
の
墓
は
写
真

で
見
た
よ
う
に
妙
に
逞
し
い
お
墓
で
し
た
。

　

少
し
の
時
間
で
し
た
が
充
足
の
刻
を
得
ま
し
た
。
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選
・
長
澤
　
ち
づ

震
度
六
わ
が
家
襲
え
ど
木
造
の
築
百
五
十
年
よ
く

ぞ
堪
え
た
り 

鳥
取
県　

山
本
　
浩
一

評　

平
成
二
十
八
年
も
、
日
本
列
島
は
四
月
の
熊
本
地
震
、
十
月
の
鳥

取
地
震
と
大
地
震
に
見
舞
わ
れ
た
。
余
震
も
長
く
続
き
、
被
災
地
の

方
々
の
心
労
は
如
何
許
り
か
と
思
う
。
築
一
五
〇
年
の
堂
々
た
る
家
屋

敷
が
浮
か
ぶ
掲
出
歌
に
は
深
い
安
堵
感
が
滲
む
。
数
詞
が
効
果
的
に
使

わ
れ
て
い
る
。

娘こ

を
逝
か
せ
し
友
と
吉
野
の
昏
れ
早
き
空
を
見
て

を
り
共
に
黙も
だ

し
て 

奈
良
県　

横
井
　
正
子

評　

逆
縁
の
友
の
悲
し
み
に
寄
り
添
っ
て
、
暮
れ
ゆ
く
吉
野
の
空
を
眺

め
る
作
者
。
友
と
の
信
頼
関
係
の
深
さ
が
偲
ば
れ
る
。「
共
に
黙
し

て
」
に
は
如
何
な
る
慰
め
の
言
葉
に
も
勝
る
強
い
心
の
絆
を
感
じ
る
。

　
◆
大
空
の
か
す
か
な
疲
れ
冬
銀
河
も
一
度
戻
ろ
う
あ
の
道
が
好
き

 

東
京
都　

鈴
木　

正
作

　
◆
廃
業
の
養
殖
の
漁
具
放
ら
る
る
更
地
の
ほ
と
り
に
待
宵
草
咲
く

 

岩
手
県　

阿
部　

凞
子

　
◆
風
強
き
岸
辺
の
道
を
ペ
ダ
ル
漕
ぐ
青
年
の
髪
黒
き
た
て
が
み

 

岐
阜
県　

後
藤　
　

進

　
◆
里さ

と

人び
と

の
そ
ば
刈
り
時
を
鶴
渡
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
越
え
の
風
の
鳥
と
ふ

 

神
奈
川
県　

小
橋　
　

幸

　
◆
大
空
へ
佐
渡
へ
と
根
を
張
る
冬
の
虹
波
間
に
零
す
七
色
の
光

 

新
潟
県　

星
野　

三
興

　
◆
家
族
七
人
賄
う
野
菜
こ
の
年
は
ひ
と
ま
ず
叶
い
仕
舞
い
畑
打
つ

 

岩
手
県　

宍
戸
さ
と
る

　
◆
実
む
ら
さ
き
の
彩
増
す
門
の
と
じ
し
ま
ま
今
日
も
昏
れ
ゆ
く
路
地

　
　
風
の
こ
し 

愛
知
県　

田
中　

澤
子

　
◆
草
紅
葉
ふ
み
つ
つ
稲
架
竹
片
付
け
し
遠
き
想
い
出
褪
せ
る
こ
と
な

　
　
し 

兵
庫
県　

前
田
あ
つ
子

　
◆
病
室
の
窓
の
ガ
ラ
ス
に
映
る
顔
父
に
よ
う
似
た
そ
ら
ま
め
の
形

 

東
京
都　

野
村　

信
廣

　
◆
生は

や
さ
ね
ば
な
ら
な
い
理わ

由け

が
見
つ
か
ら
ず
毎
朝
ひ
げ
を
剃
れ
る

　
　
す
が
し
さ 

福
岡
県　

三
吉　
　

誠

＊
選
者
詠

転
生
を
果
し
し
杳と
お

き
人
な
る
か
山
の
玻
璃
戸
に
張

　

り
つ
く
白
蛾 

ち
　
づ

＊
作
歌
小
見

　

冬
の
澄
ん
だ
星
空
の
瞬
き
を
「
か
す
か
な
疲
れ
」
と
捉
え
た
鈴
木
さ
ん
、

強
風
の
中
、
自
転
車
を
漕
ぐ
青
年
の
髪
を
「
黒
き
た
て
が
み
」
と
喩
え

た
後
藤
さ
ん
、
ど
ち
ら
に
も
詩
的
眼
差
し
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
今
月
の

投
稿
歌
は
、
い
つ
に
も
益
し
て
力
作
揃
い
で
楽
し
ま
せ
て
戴
き
ま
し
た
。
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大
本
山
永
平
寺

ご
本
山
だ
よ
り

大本山永平寺／０７７６-６３-３１０２

涅ね

槃は
ん

会え

　
二
月
十
五
日
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
こ
と
を
お
偲

び
す
る
「
涅
槃
会
」
で
す
。

　
そ
の
た
め
永
平
寺
で
は
、
一
日
か
ら
十
四
日
ま
で
の
半
月
の
間
、
夕
べ
の

お
つ
と
め
の
代
わ
り
に
、「
仏ぶ

っ
垂し

般は
つ
涅ね

槃は
ん
略り

ゃ
く

説せ
っ
教き

ょ
う

誡か
い
経き

ょ
う

（
遺ゆ

い
教き

ょ
う

経ぎ
ょ
う

）」
を
お
唱

え
し
ま
す
。

　
「
遺
教
経
」
と
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
み
教
え
の
あ
ら
ま
し
を
、
最
後
の
説

法
と
し
て
伝
え
る
も
の
で
す
。

　
こ
の
中
で
お
釈
迦
さ
ま
は
、「
私
の
滅
後
は
、
波は

羅ら

提だ
い

木も
く

叉し
ゃ
（
日
常
生
活

を
と
と
の
え
る
教
え
）
を
大
師
と
し
な
さ
い
、
も
し
私
が
更
に
生
き
よ
う
と

も
、
こ
れ
を
大
師
と
し
ま
す
」
と
、
お
示
し
で
す
。

　
永
平
寺
を
お
開
き
に
な
ら
れ
ま
し
た
道
元
禅
師
さ
ま
も
ま
た
、「
仏
道（
仏

の
安
ら
か
な
生
活
）
は
人
人
の
脚き

ゃ
っ

根こ
ん
下か

な
り
（
あ
な
た
の
日
常
の
生
活
に
あ

る
）」
と
お
示
し
で
す
。

　
私
た
ち
は
、
朝
起
き
て
か
ら
夜
寝
る
ま
で
、
心
に
任
せ
て
生
活
を
し
て
し

ま
う
も
の
で
す
。
一
時
で
も
、
休
む
こ
と
が
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

　
お
釈
迦
さ
ま
は
じ
め
道
元
禅
師
さ
ま
は
、
一
息
一
息
に
生
活
を
修
行
す
れ

ば
、
誰
で
も
仏
の
安
ら
ぎ
を
味
わ
え
る
、
と
お
示
し
で
す
。
生
活
修
行
と
仏

道 （
仏
の
安
ら
か
な
生
活
）
は
、
一
枚
の
も
の
な
の
で
す
。

　
永
平
寺
の
修
行
僧
は
、
三
六
五
日
、
道
元
禅
師
さ
ま
の
み
教
え
に
自
分
を

す
っ
か
り
投
げ
入
れ
て
生
活
修
行
を
し
て
い
ま
す
。

　
修
行
僧
た
ち
は
、
二
度
と
な
い
一
息
一
息
を
、
仏
の
安
ら
ぎ
を
、
命
が
け

で
味
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
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ご
本
山
だ
よ
り

大
本
山
總
持
寺

大本山總持寺／０４５-５８１-６０２１

節せ
つ

分ぶ
ん

追つ
い

儺な

式し
き

と
涅ね

槃は
ん

会え

　
二
月
三
日
（
金
）
は
春
の
訪
れ
を
告
げ
る
「
節
分
追
儺
式
」
で
す
。
總
持

寺
で
は
、
大だ

い
祖そ

堂ど
う
に
於
い
て
裃か

み
し
も姿
の
有
名
人
や
年
男
年
女
な
ど
二
〇
〇
〇
人

を
超
え
る
人
々
が
参
詣
さ
れ
、
盛
大
に
行
わ
れ
ま
す
。

　
最
初
に
江
川
禅
師
さ
ま
大
導
師
の
も
と
、
厳
か
に
ご
祈
祷
法
要
が
行
わ
れ

ま
す
。
そ
し
て
法
要
が
終
わ
る
と
、
禅
師
さ
ま
の
「
福
は
〜
う
ち
」
の
発
声

を
合
図
に
一
斉
に
豆
が
ま
か
れ
、
た
ち
ま
ち
堂
内
は
賑
や
か
な
歓
声
と
熱
気

に
包
ま
れ
ま
す
。
豆
ま
き
の
後
、
福
引
抽
選
会
も
行
わ
れ
、
人
々
は
そ
れ
ぞ

れ
の
福
を
い
た
だ
い
て
家
路
に
つ
か
れ
ま
す
。

　
十
五
日
（
水
）
は
お
釈
迦
さ
ま
の
ご
命
日
、「
涅
槃
会
」
で
す
。
總
持
寺

で
は
十
二
日
か
ら
十
四
日
ま
で
「
涅
槃
会
報
恩
摂
心
」
が
行
わ
れ
ま
す
。
ま

た
、
一
日
よ
り
十
四
日
ま
で
毎
夕
大
祖
堂
東
側
室
中
に
大
涅
槃
図
を
掲
げ
て

全
山
の
僧
が
集
ま
り
、『
遺ゆ

い
教き

ょ
う

経ぎ
ょ
う

』
と
『
舎し

ゃ
利り

礼ら
い
文も

ん
』
が
読
誦
さ
れ
ま
す
。

　
涅
槃
会
当
日
は
、
江
川
禅
師
さ
ま
が
大
導
師
を
勤
め
ら
れ
て
の
法
要
が
厳

粛
に
営
ま
れ
、
お
釈
迦
さ
ま
の
ご
生
涯
を
偲
び
ま
す
。

　
涅
槃
会
が
終
わ
り
ま
す
と
、
修
行
に
一
定
の
節
目
を
つ
け
た
修
行
僧
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
出
身
地
に
帰
る
時
期
を
迎
え
ま
す
。
そ
し
て
入
れ
替
わ
り
に
新

し
い
修
行
僧
が
続
々
と
上
山
し
て
来
ま
す
。

　
去
る
者
と
来
た
る
者
の
時
期
が
世
間
一
般
よ
り
早
め
に
行
わ
れ
る
の
が
、

修
行
道
場
の
特
徴
と
い
え
ま
し
ょ
う
か
。
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